
  

脚
本
家
と
し
て

脚
本
家
の
仕
事
に
興
味
を
持
た
れ
た

き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

も
と
も
と
絵
を
描
く
の
が
好
き

で
、
漫
画
家
に
な
り
た
い
と
中
学
生

ぐ
ら
い
か
ら
思
い
始
め
て
、
当
時
、

手
塚
治
虫
先
生
が
「
漫
画
家
に
な
り

た
け
れ
ば
、
一
流
の
映
画
を
見
な
さ

い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
を
真
に
受

け
て
、
物
語
の
作
り
方
を
勉
強
す
る

た
め
に
古
い
映
画
な
ど
も
見
始
め
ま

し
た
。
テ
レ
ビ
っ
子
だ
っ
た
の
で
ド

ラ
マ
も
好
き
で
し
た
。
当
時
、
黒
澤

明
監
督
の
映
画
が
ビ
デ
オ
に
な
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
図
書
館
に
あ
っ

た
脚
本
集
を
借
り
て
読
む
よ
う
に
な

り
、
あ
ぁ
脚
本
書
く
の
も
面
白
い
な

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

初
め
は
漫
画
家
を
目
指
さ
れ
て
い
た

ん
で
す
ね

　
小・中
学
生
の
頃
は
、友
達
に
「
絵

が
う
ま
い
」
と
褒
め
ら
れ
て
、
調
子

に
乗
っ
て
、
先
生
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

化
し
た
４
コ
マ
漫
画
な
ど
を
学
校
新

聞
に
描
い
て
い
ま
し
た
。
漫
画
家
に

な
り
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
藤
子
不

二
雄
先
生
の
「
ま
ん
が
道
」
を
読
ん

で
か
ら
で
す
。
中
学
生
の
頃
に
買
っ

た
本
を
今
も
持
っ
て
い
ま
す
よ
。
高

校
・
大
学
と
投
稿
し
て
賞
に
入
る
こ

と
も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
デ
ビ
ュ
ー

に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

脚
本
家
の
道
を
選
ん
だ
転
機
は

　

１
年
間
通
っ
た
シ
ナ
リ
オ
の
ス

ク
ー
ル
で
、
初
め
て
脚
本
と
い
う
も

の
を
ち
ゃ
ん
と
１
本
書
い
て
、
そ
れ

を
す
ご
く
先
生
に
褒
め
て
も
ら
っ

て
、
ち
ょ
っ
と
そ
こ
で
自
信
が
つ
い

た
っ
て
い
う
の
は
あ
り
ま
し
た
。
た

だ
、
本
当
に
書
く
の
が
大
変
で
。
こ

ん
な
こ
と
を
仕
事
に
は
で
き
な
い
と

思
っ
た
り
、
や
っ
ぱ
り
絵
を
描
く
の

が
好
き
だ
か
ら
漫
画
家
に
な
り
た
い

と
思
っ
た
り
し
て
、
就
職
も
せ
ず
ブ

ラ
ブ
ラ
し
て
い
る
時
代
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
で
、
27
・
28
歳
ぐ
ら
い
の

時
に
、
ち
ゃ
ん
と
、
夢
を
追
う
な
ら

追
う
、
や
め
る
な
ら
や
め
る
と
、
け

じ
め
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
て
、
テ
レ

ビ
局
主
催
の
シ
ナ
リ
オ
コ
ン
ク
ー
ル

に
応
募
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
賞
に

選
ば
れ
、
そ
の
ま
ま
連
続
ド
ラ
マ
の

脚
本
家
の
一
人
に
入
れ
て
い
た
だ
い

て
と
い
う
感
じ
で
す
。

脚
本
を
書
く
大
変
さ
を
教
え
て
い
た

だ
け
ま
す
か
。
漫
画
と
の
違
い
は

　
漫
画
も
大
変
だ
し
、・
・
・
う
ん
。

や
っ
ぱ
り
、
多
く
の
作
品
を
見
た
り

読
ん
だ
り
し
て
い
る
と
、
誰
で
も
、

批
評
家
と
し
て
の
目
は
持
っ
て
い
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
も
自
分
が
書

く
と
な
る
と
、
こ
ん
な
も
の
し
か
書

け
な
い
の
か
っ
て
い
う
壁
に
直
面
し

て
。
批
評
家
と
し
て
の
目
が
高
け
れ

ば
高
い
ほ
ど
、
創
作
者
と
し
て
の
力

の
な
さ
に
絶
望
し
て
、嫌
に
な
っ
て
、

最
後
ま
で
書
け
な
い
と
い
う
の
が
ほ

と
ん
ど
の
人
だ
と
思
う
ん
で
す
、
目

指
し
た
け
れ
ど
や
め
て
し
ま
う
人

は
。
で
も
、
と
り
あ
え
ず
、
恥
を
さ

ら
け
出
す
覚
悟
で
最
後
ま
で
書
き
切

る
っ
て
い
う
こ
と
が
本
当
に
・
・
・
、

な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
、

そ
れ
は
。
し
か
も
そ
れ
を
人
に
見
て

も
ら
っ
て
、
批
評
を
浴
び
る
っ
て
い

う
の
は
。
人
に
見
せ
る
に
値
す
る
ほ

ど
の
面
白
い
話
を
考
え
る
っ
て
、
簡

単
じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ

れ
を
、
毎
週
の
よ
う
に
考
え
て
書
い

て
い
く
仕
事
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
想
像

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
た
ち
は
脚
本
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
多
く
の
方
の
手
を
経
て
出
来
上

が
っ
た
映
画
や
ド
ラ
マ
を
目
に
し
ま

す
。
古
沢
さ
ん
は
ど
う
捉
え
て
い
ま

す
か

　
も
ち
ろ
ん
楽
し
み
と
不
安
と
両
方

あ
り
ま
す
よ
ね
。
た
だ
、
僕
の
思
い

描
く
も
の
は
僕
の
中
に
し
か
な
く
て
、

文
字
で
伝
え
る
の
に
は
限
界
が
あ
る

の
で
、
受
け
取
っ
た
人
が
ど
う
表
現

す
る
か
は
、
ま
た
別
な
の
で
。
極
端

に
言
う
と
、
思
い
描
い
て
い
た
も
の

と
は
常
に
違
う
も
の
が
出
来
上
が
っ

て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
僕
が

目
指
し
た
も
の
が
出
来
上
が
る
こ
と

が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
て
、
見
て
く
れ

た
人
が
楽
し
ん
で
く
れ
る
も
の
を
目

指
し
て
み
ん
な
で
作
る
も
の
。
お
客

さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
れ
ば
僕
は
そ
れ

で
い
い
ん
で
す
。
い
ろ
ん
な
人
の
セ
ン

ス
や
ア
イ
デ
ア
が
入
り
交
じ
っ
て
い

る
の
が
、
ド
ラ
マ
や
映
画
の
面
白
い

と
こ
ろ
だ
し
、
み
ん
な
で
も
の
を
作

る
こ
と
の
醍だ

い

醐ご

味み

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

脚
本
を
書
く
と
き
に
大
事
に
し
て
い

る
事
や
、
心
掛
け
て
い
る
事
は
あ
り

ま
す
か

　
心
掛
け
て
る
事
・
・
・
、
い
や
、

あ
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
い
ろ
ん
な
仕

事
の
誘
い
を
頂
く
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ

り
自
分
と
し
て
、
情
熱
を
注
げ
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
多
分
一
番
大

事
で
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
た
い
と

か
、
や
り
が
い
を
見
い
だ
せ
る
か
と

い
う
こ
と
、
一
方
で
、
自
分
の
た
め

に
作
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
受
け

取
っ
た
お
客
さ
ん
た
ち
の
多
く
が
喜

ん
で
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
こ
の

二
つ
の
円
が
重
な
る
所
を
見
つ
け

る
っ
て
い
う
こ
と
、
あ
と
は
、
楽
し

む
こ
と
か
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。

脚
本
家
を
選
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う

瞬
間
は
ど
ん
な
時
で
す
か

　
選
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う
の
は
、

そ
う
で
す
ね
・
・
・
。
で
も
、
常
に

思
っ
て
い
ま
す
ね
。
日
々
思
っ
て
い

ま
す
。
作
り
話
を
書
い
て
、
み
ん
な

に
喜
ん
で
も
ら
っ
て
、
お
金
を
も

ら
っ
て
い
る
わ
け
な
の
で
。
あ
り
が

た
い
こ
と
だ
と
思
う
し
、
ど
の
瞬
間

と
か
で
は
な
く
、
や
っ
ぱ
り
、
考
え

た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
好
き

で
、
創
作
す
る
人
生
を
送
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
最
大
の

喜
び
と
い
う
か
、
幸
せ
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

  

厚
木
の
こ
と

創
作
が
好
き
な
の
は
何
か
に
影
響
を

受
け
ら
れ
て

　

周
り
に
す
ご
く
子
ど
も
が
多
く

て
、
時
代
的
に
。
僕
が
生
ま
れ
育
っ

た
辺
り
に
は
、
商
店
街
が
あ
り
ま
し

た
。
当
時
、
実
家
も
商
売
を
し
て
い

て
、
隣
近
所
も
商
店
で
年
の
近
い
子

が
い
っ
ぱ
い
い
て
、
毎
日
遊
ん
で
い

ま
し
た
。
画
用
紙
を
買
っ
て
き
て

ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
み
た
い
な
も
の
や
、

す
ご
ろ
く
ゲ
ー
ム
み
た
い
な
も
の
を

自
分
た
ち
で
考
え
て
作
っ
て
い
ま
し
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た
。
人
と
違
う
こ
と
を
考
え
た
り
、

人
に
喜
ん
で
も
ら
っ
た
り
、
楽
し
ん

で
も
ら
う
の
が
好
き
で
し
た
ね
。

「A
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A
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三
丁
目
の
夕
日
」
み

た
い
な
感
じ
で
す
ね

　
あ
そ
こ
ま
で
古
く
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
言
っ
て
み
れ
ば
そ
う
で
す
ね
。

ず
ら
っ
と
個
人
商
店
が
並
ん
で
い
ま

し
た
。
全
部
覚
え
て
い
ま
す
。
酒
屋

さ
ん
が
あ
っ
て
、
八
百
屋
さ
ん
、
床

屋
さ
ん
、ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
、て
ん
ぷ

ら
屋
さ
ん
、古
本
屋
さ
ん
、そ
れ
で
、

う
ち
は
お
米
屋
で
。八
百
屋
さ
ん
や

お
そ
ば
屋
さ
ん
の
子
と
よ
く
遊
ん
で

い
ま
し
た
ね
。

厚
木
で
思
い
入
れ
の
あ
る
場
所
や

行
っ
て
い
た
所
は
あ
り
ま
す
か

　
よ
く
行
っ
て
い
た
所
・
・
・
。
い

や
〜
、
な
ん
か
ほ
ん
と
、
悪
い
こ
と

し
か
し
て
な
か
っ
た
か
ら
な
ぁ
。
そ

の
頃
は
悪
い
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た

け
ど
、今
思
え
ば
。
小
学
生
の
頃
は
、

近
く
に
あ
っ
た
工
場
に
忍
び
込
ん
で

探
検
し
た
り
、
広
い
駐
車
場
で
野
球

や
サ
ッ
カ
ー
を
し
た
り
、
家
の
前
の

路
上
で
缶
蹴
り
の
よ
う
な
こ
と
を
し

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
楽
し
か
っ
た

で
す
ね
。そ
れ
に
し
て
も
今
思
う
と
、

何
で
大
人
が
怒
ら
な
か
っ
た
ん
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
高
校
・
大
学

の
頃
は
、
学
校
帰
り
に
駅
前
の
本
屋

に
よ
く
行
っ
て
、
全
て
の
階
に
立
ち

寄
っ
て
い
ま
し
た
。
画
材
も
売
っ
て

い
ま
し
た
し
ね
。
今
も
本
屋
は
あ
り

ま
す
よ
ね
。
あ
と
は
相
模
川
も
よ
く

遊
び
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
厚
木
神

社
の
裏
の
辺
り
と
か
よ
く
歩
い
て
い

ま
し
た
ね
。
学
生
の
頃
、
将
来
に
悩

ん
で
い
た
頃
に
、
よ
く
あ
の
辺
を
歩

い
て
い
ま
し
た
。

古
沢
さ
ん
に
と
っ
て
、
厚
木
は
ど
ん

な
ま
ち
で
あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
か

　
住
み
た
い
街
（
ラ
ン
キ
ン
グ
）
と

か
に
挙
が
っ
て
い
ま
す
よ
ね
、最
近
。

ま
ぁ
で
も
基
本
的
に
・
・
・
、
す
ご

く
大
き
な
川
が
あ
っ
て
、
山
の
方
に

行
く
と
、
温
泉
が
あ
っ
た
り
、
田
畑

も
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
。
駅
周
辺
は

街
で
す
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
離
れ
る
と

す
ご
く
の
ど
か
で
。
多
分
、
そ
う
い

う
本
質
的
な
も
の
は
変
わ
ら
な
い
ん

だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
と

は
、
図
書
館
と
か
、
映
画
館
と
か
、

文
化
会
館
も
そ
う
で
す
け
ど
、
何
か

文
化
的
な
施
設
が
ち
ゃ
ん
と
、
あ
り

続
け
て
く
れ
る
と
い
い
な
ぁ
と
思
い

ま
す
。

  

こ
れ
か
ら

こ
れ
か
ら
手
掛
け
て
み
た
い
作
品
は

あ
り
ま
す
か

　

や
っ
て
み
た
い
企
画
の
ア
イ
デ
ア

は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
映
画
、

ド
ラ
マ
、
ア
ニ
メ
、
舞
台
と
か
、
出

口
は
あ
ま
り
気
に
せ
ず
、
内
容
で
、

自
分
が
ち
ょ
っ
と
や
っ
て
み
た
い
、

作
っ
て
み
た
い
物
語
に
ス
ト
イ
ッ
ク

に
向
か
い
た
い
っ
て
い
う
気
持
ち
で

す
。今
は
配
信
と
か
出
口
が
増
え
て
、

本
当
に
中
身
さ
え
面
白
け
れ
ば
、
い

ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
物
語
が
作
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
す
ご
く
面
白
い
時

代
で
も
あ
る
の
で
、
今
ま
で
の
常
識

に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
な
発
想
で
、

新
し
い
物
語
を
作
っ
て
み
た
い
な
ぁ

と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
大
河
ド
ラ
マ

を
や
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
得
た
も
の
も

あ
っ
て
。何
か
、も
う
一
度
初
心
に
帰
っ

て
、
新
人
の
つ
も
り
で
一
か
ら
ま
た
、

基
礎
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、
も
う

１
回
勉
強
し
直
し
て
、
新
た
な
気
持

ち
で
や
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
感
じ

に
今
は
な
っ
て
い
ま
す
。

脚
本
以
外
で
何
か
や
っ
て
み
た
い
事

は
あ
り
ま
す
か

　
あ
っ
た
気
が
す
る
ん
で
す
が・・・。

ま
ぁ
た
わ
い
な
い
事
で
す
け
れ
ど

も
、
世
界
の
い
ろ
ん
な
都
市
に
住
ん

で
み
た
い
っ
て
い
う
気
持
ち
が
あ
り

ま
す
。
ど
こ
に
い
て
も
で
き
る
仕
事

を
幸
い
し
て
い
る
の
で
。
ド
ラ
マ
や

映
画
も
、
ど
ん
ど
ん
国
境
を
越
え
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
い
ろ
ん

な
国
の
人
と
仕
事
を
し
て
み
た
い
と

思
う
し
、
世
界
中
の
人
に
、
喜
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
な
も
の
が
で
き
た
ら

い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
ん

な
都
市
を
転
々
と
し
な
が
ら
、
ズ
ー

ム
で
打
ち
合
わ
せ
し
て
、
書
い
て
、

デ
ー
タ
で
送
っ
て
、
ど
こ
に
い
る
か

捕
ま
ら
な
い
み
た
い
な
感
じ
で
。

脚本の構成を書いたメモ

1985年頃の本厚木駅周辺の街並み

　古沢さんが学生時代に中央
図書館で手に取った本や、手
掛けた脚本に関わる本などを
展示・貸し出します。

脚本家・古沢良太を作った本図書展

問文化会館☎225-2588

　１年後のオープンに向けて、施設貸し出しの
受け付け・抽選を順次実施していきます。

詳細は
こちら

　受け付けや抽選の詳細は
文化会館HPに掲載。

文化会館の
利用受付を開始

2025年1月
リニューアル
オープン

《期間》１月31日まで
《内容》 関連書籍約50冊と直

筆サインなどを展示

熱
あ つ ぎ び と

気人インタビュー
脚本家　古沢　良太さん
　厚木市出身の脚本家・古沢良太さんが紡ぎ出す物語
は、映画やドラマ、舞台などの作品になり、多くの人
を引き付けています。昨年はＮＨＫ大河ドラマも手掛
けた古沢さんに、脚本家の道を歩み始めたきっかけや、
生まれ育ったまちのことなどを聞きました。

【プロフィル】1973年厚木市生まれ。2002年第２回テレ
ビ朝日21世紀新人シナリオ大賞を受賞し脚本家としてデ
ビュー。06年「ALWAYS三丁目の夕日」で第29回日本ア
カデミー賞最優秀脚本賞を受賞。昨年のＮＨＫ大河ドラマ
「どうする家康」の脚本も手掛けた。主な作品に「キサラギ」
「相棒シリーズ」「探偵はBARにいる」「リーガル・ハイ」「少
年Ｈ」「寄生獣」「コンフィデンスマンJP」「レジェンド＆
バタフライ」「映画ドラえもん　のび太と空の理想郷」な
どがある

※ 当選者の発表は発送をもって代えさせ
ていただきます。内容は異なる場合があります

サイン入り色紙をサイン入り色紙を
プレゼントプレゼント
《対象》市内在住の方２人
申市公式LINEの応募フォームまた
はハガキに古沢さんの色紙希望の旨
と〒住所、氏名、電話番号を書き、
1月31日（必着）までに〒243-8511
広報課☎225-2040へ。抽選。
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